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お
墓

高橋晋也／庵治産地の石材
加工メーカーである㈲翼石材
企画室に籍を置き、平成21年
より、究極のこだわり製品として
『世伝石塔』シリーズを開発、総
合プロデューサーとして庵治・
牟礼産地の優れた加工技術を
持つ『庵治石工衆』によって制
作している。中世の石造物をこ
よなく愛し、平成30年４月から
は、中世の石塔を中心に勉強
をする会、『翼塾』を開講。

⑦
比
都
佐
神
社
宝
篋
印
塔

　

　

こ
ん
に
ち
は
、
㈲
翼
石
材･

企
画
室
の
高
橋
で
す
。
大
変
ご
無

沙
汰
し
て
お
り
ま
す
。
連
載
と
い
い
な
が
ら
不
定
期
連
載
と
な
っ
て

し
ま
い
大
変
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
前
回
ま
で
は
、
一
般
的
な
石

塔
の
仏
塔
思
想
や
私
な
り
の
想
い
を
お
話
（
ひ
と
り
言
）
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
か
ら
は
日
本
各
地
の
石
造
物
の
紹
介
や
、

そ
の
石
造
物
に
対
し
て
の
石
屋
目
線
、
い
や
、
石
造
美
術
オ
タ
ク

目
線
で
私
の
想
い
な
ど
を
お
話
（
ひ
と
り
言
）
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う

と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
紹
介
す
る
記
念
す

べ
き
石
造
物
は
、
ど
れ
に
し

よ
う
か
迷
っ
た
の
で
す
が
、

鎌
倉
時
代
後
期
・
嘉
元
二
年

（
１
３
０
４
年
）
造
立
の
滋

賀
県
蒲
生
郡
日
野
町
に
あ
る

『
比ひ

都つ

佐さ

神
社
宝
篋
印
塔
』

（
国
重
要
文
化
財
）
に
し
ま

し
た
。
な
ぜ
、
こ
の
塔
か
と

い
う
と
、
答
え
は
一
つ
、「
す

ば
ら
し
い
�
」
そ
の
一
言
に

尽
き
ま
す
。

　

特
に
基
礎
に
陽
刻
さ
れ
て

い
る
対
向
孔く

じ
ゃ
く雀
文も

ん

様よ
う

は
、
め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
お
洒し

ゃ
れ落
で
す
。

私
が
石
造
美
術
に
ハ
マ
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
石
造
物

比都佐神社宝篋印塔の全景

基礎の格狭間内に刻まれた開花蓮と対向孔雀文様

の
一
つ
で
す
。

　

で
は
、
簡
単
に
塔
の
紹
介

を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
塔
は
花
崗
岩
製
（
地
元

蔵
王
の
米
石
）・
現
高
１
７

５
㎝
、
比
都
佐
神
社
本
殿
の

左
手
の
基き

壇だ
ん

上
に
建
っ
て
い

ま
す
が
、
基
壇
は
ほ
ぼ
埋
没

し
て
い
ま
す
。

　

基
礎
は
、
各
面
に
輪り

ん

郭か
く

を

巻
き
、
格こ

う

狭ざ

間ま

を
配
し
て
い

ま
す
。内
二
面
に
対
向
孔
雀
、

一
面
に
開か

い

花か

蓮れ
ん

、
も
う
一
面

に
は
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。

　

塔
身
は
各
面
蓮
華
座
上
の

月が
ち

輪り
ん

を
線
刻
し
、
胎た

い

蔵ぞ
う

界か
い

の

種し
ゅ

子じ

を
薬や

研げ
ん

彫
り
し
て
い
ま

す
。
笠
は
下
端
二
段
、
上
の

段
形
は
珍
し
い
七
段
で
す
。

隅す
み

飾か
ざ
り

は
三さ

ん

孤こ

輪り
ん

郭か
く

巻ま

き
と

し
、
内
部
は
素そ

面め
ん

で
す
。
相そ

う

輪り
ん

は
残
念
な
が
ら
欠
失
し
、

代
わ
り
に
小
型
宝
篋
印
塔
基

礎
と
、
そ
の
上
に
五
輪
塔
の

空
風
輪
を
乗
せ
て
い
ま
す
。

　

と
、
石
造
物
関
係
の
書
籍

や
辞
典
な
ど
に
載
っ
て
い
る

よ
う
な
説
明
で
す
が
、
専
門

用
語
ば
か
り
に
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
改
め
て
も
う
一
度

わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
写
真
を
見
て
く
だ

さ
い
。
基
壇
と
い
う
の
は
写

真
の
下
の
方
に
、
地
面
か
ら

少
し
だ
け
飛
び
出
し
て
い
る

石
の
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も

基
壇
の
用
途
は
塔
を
荘そ

う

厳ご
ん

（
お
ご
そ
か
に
飾
る
こ
と
）

す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
現

在
で
い
え
ば
四
ツ
石
と
か
芝

台
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

次
に
基
礎
と
は
基
壇
の
上

に
乗
る
上
端
に
二
段
の
段
形

が
あ
る
も
の
で
す
。
各
面
の

塔身には蓮華座上の月輪を線刻

輪
郭
巻
き
と
は
側
面
の
周
囲

を
囲
っ
て
い
る
枠
の
こ
と
で

す
。
そ
し
て
格
狭
間
と
は
、

石
造
物
以
外
に
も
須し

ゅ

弥み

壇だ
ん

や

露ろ

盤ば
ん

、
桟さ

ん

唐か
ら

戸と

な
ど
広
範
囲

に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
形
状

は
上
部
が
曲
線
の
集
合
、
下

部
が
椀わ

ん

の
よ
う
な
装
飾
文
様

で
す
。

　

形
状
の
由
来
は
い
ま
だ
定

説
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
台
の
脚
か
ら
進
化
し

た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
格
狭
間
内
に
対
向

孔
雀
や
開
花
蓮
が
陽
刻
さ
れ

て
お
り
、
近
江
を
中
心
と
し

た
分
布
状
況
か
ら
近
江
式
装

飾
文
様
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
文
様
も
、
や
は
り

塔
を
荘
厳
す
る
た
め
の
も
の

で
す
。

　
　
　
　
　

○

　

そ
し
て
塔
身
と
は
基
礎
の

上
に
乗
る
四
角
形
の
部
材
の

こ
と
で
、
こ
の
石

塔
の
最
も
大
事
な

部
分
で
す
。
こ
の

塔
の
種
子
は
、
東

方 

宝ほ
う

憧ど
う

如
来
・

南
方 

開か
い

敷ふ

華け

王お
う

如
来
・
西
方 

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

如
来
・
北
方 

天て
ん

鼓く

雷ら
い

音お
ん

如
来
の

胎
蔵
界
の
四
方
仏

で
す
。
塔
身
の
中

心
は
大
日
如
来
と

な
り
、
胎
蔵
界
五

仏
を
顕あ

ら
わ

し
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

つ
ま
り
、
先
述

の
「
最
も
大
事
な

部
分
」
と
い
う
の

は
、
塔
身
に
胎
蔵

界
五
仏
を
安
置
し

て
い
る
か
ら
で

す
。
蓮
華
座
と
は

仏
像
の
台
座
で
あ

り
、
石
塔
で
は
四

物
で
す
。
三
孤
と
は
、
そ
の

突
起
物
の
内
側
が
二
段
や
三

段
の
曲
線
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
い
い
、
こ
の
塔
は
三
段

の
曲
線
に
な
っ
て
い
る
の
で

三
孤
と
い
う
表
現
で
す
。
輪

郭
巻
き
は
、
先
ほ
ど
基
礎
の

と
こ
ろ
で
説
明
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
通
り
で
す
。

　

内
部
素
面
と
は
、
塔
に

よ
っ
て
側
面
の
輪
郭
内
に
種

子
を
彫
刻
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
塔
は
輪
郭
内

に
何
も
彫
刻
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
素
面
と
い
う
表
現

を
し
て
い
ま
す
。そ
れ
と「
上

の
段
形
は
珍
し
い
七
段
」
と

あ
り
ま
す
が
、
よ
く
見
ら
れ

る
の
は
六
段
で
す
。
小
型
塔

に
は
四
段
や
五
段
の
も
の
も

あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
宝
篋
印
塔
の
祖
型

と
い
わ
れ
て
い
る
、
中
国
の

呉ご

越え
つ

国
王
・
銭せ

ん

弘こ
う

俶し
ゅ
く

が
造
塔

し
た
銅
製
の
小
塔
「
銭
弘
俶

八
万
四
千
塔
」
に
は
、
こ
れ

ら
段
形
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

い
わ
ゆ
る
地
方
色
な
の
で

し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
石
造

物
は
木
造
建
築
や
舎し

ゃ

利り

容
器

な
ど
か
ら
派
生
し
た
も
の
で

す
か
ら
、
そ
れ
ら
を
た
ど
っ

て
い
け
ば
段
形
の
教
義
が
わ

か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

方
仏
が
乗
っ

て
い
る
よ
う

に
表
現
さ
れ

て
い
る
文
様

の
こ
と
で

す
。
月
輪
は

円
形
の
輪
郭

の
こ
と
で
、

内
に
種
子
や

仏
像
が
彫
刻

さ
れ
ま
す
。

　

最
後
に
笠

で
す
が
、
隅

飾
と
は
笠
の

四
隅
の
突
起

笠も見事な出来映えとなっている

笠の軒裏には雨水の水切り加工が施されている

　

い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う

か
？
こ
こ
ま
で
は
、
単
純
に

塔
形
の
説
明
で
し
た
の
で
、

こ
こ
か
ら
は
比
都
佐
神
社
宝

篋
印
塔
の
魅
力
を
お
伝
え
し

よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

魅
力
の
一
つ
目
は
、
大
き

さ
で
す
。
滋
賀
県
で
は
屈く

っ

指し

の
規
模
を
誇
り
、
基
礎
幅
は

約
93
㎝
あ
り
ま
す
。
現
在
、

相
輪
を
欠
失
し
て
い
ま
す
が
、

揃
っ
て
い
れ
ば
九
尺
塔
に
も

な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
こ
ろ

の
雄
姿
を
見
た
か
っ
た
と
、

足
を
運
ぶ
た
び
に
思
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
と

し
て
、
十
分
見
応
え
抜
群
で

す
。

　

二
つ
目
の

魅
力
は
、
バ

ラ
ン
ス
が

ス
ッ
キ
リ
と

し
た
塔
で
、

さ
ら
に
手
法

も
極
め
て
す

ば
ら
し
く
、

石
材
店
に

と
っ
て
は
非

常
に
参
考
に

な
る
塔
で

す
。
冒
頭
で

も
述
べ
ま
し
た
が
、
特
に
対

向
孔
雀
文
様
は
た
ま
り
ま
せ

ん
。

　

た
だ
、
こ
の
石
塔
の
近
江

式
装
飾
文
様
の
配
置
に
つ
い

て
、
ち
ょ
っ
と
理
解
し
が
た

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
東
南
２
面
に
孔
雀
、
北
面

に
開
花
蓮
、
西
面
に
は
銘
文

が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
仮
に

正
面
が
孔
雀
と
す
る
と
向

か
っ
て
左
側
が
孔
雀
、
右
側

が
開
花
蓮
と
な
り
ま
す
。

　

も
し
私
が
作
る
の
で
し
た

ら
左
右
対
称
（
例
・
正
面
孔

雀
の
左
右
開
花
蓮
、
正
面
開

花
蓮
の
左
右
孔
雀
）、
も
し

く
は
３
面
と
も
同
じ
意
匠
、

も
し
く
は
３
面
す
べ
て
別
の

意
匠
に
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

当
時
の
背
景
も
あ
る
と
は
思

い
ま
す
が
、
現
代
人
の
私
は

絶
対
に
や
ら
な
い
配
置
で
す
。

　

石
造
物
を
調
査
し
て
い
ま

す
と
、
今
回
の
文
様
に
限
ら

ず
、
時
々
こ
の
よ
う
に
理
解

し
が
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

当
時
の
人
々
と
現
代
人
の
私

た
ち
と
何
と
な
く
感
性
が
違

う
の
で
し
ょ
う
か
。
で
も
、

そ
こ
も
、
お
も
し
ろ
い
と
い

う
か
、
石
造
美
術
の
魅
力
の

一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

三
つ
目
の
魅
力
は
笠
で

す
。
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
丁
寧
に

…
）。

　

そ
し
て
、
こ
の
塔
の
最
大

の
見
せ
場
、
注
目
す
べ
き
と

こ
ろ
は
、
笠
の
軒の

き

裏う
ら

に
雨
水

の
水
切
り
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
れ
に
は
私
も

び
っ
く
り
と
い
う
か
、
感
動

し
ま
く
り
ま
し
た
。
お
洒
落

な
加
工
で
す
よ
ね
。
私
が
知

る
限
り
、
笠
の
水
切
り
加
工

は
、
全
国
で
２
例
で
す
（
ま

だ
ま
だ
あ
る
か
も
？
）。

　

で
は
、
な
ぜ
水
切
り
が
必

要
だ
っ
た
の
か
？
実
は
銘
文

に
よ
っ
て
塔
中
に
供
養
品
が

納
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
普

通
に
考
え
れ
ば
、
塔
身
上
端

に
奉ほ

う

籠ろ
う

孔こ
う

（
供
養
品
を
納
め

る
た
め
の
孔
）
が
あ
り
、
そ

の
奉
籠
孔
に
軒
か
ら
伝
わ
る

雨
水
の
浸
入
を
防
ぐ
た
め
、

軒
裏
に
水
切
り
加
工
を
し
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
（
奉
籠

孔
の
有
無
は
未
確
認
）。

　

ま
た
、
他
の
銘
文
に
は
、

願が
ん

主し
ゅ

ら
に
よ
っ
て
亡
き
父
の

十
三
回
忌
に
造
塔
さ
れ
た
こ

と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
こ

の
宝
篋
印
塔
は
見
た
こ
と
が

あ
る
�
」と
思
っ
た
方
で
も
、

意
外
と
水
切
り
加
工
は
見
逃

し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　

○

作
り
込
ん
で

い
ま
す
。
私

は
笠
の
出
来

映
え
の
判
断

基
準
の
一
つ

と
し
て
、
段

形
と
隅
飾
が

合
わ
さ
る
と

こ
ろ
の
完
成

度
も
対
象
に

し
て
い
ま
す

（
こ
の
判
断

基
準
、
何
の

根
拠
も
あ
り

ま
せ
ん
が

　

以
上
、
比
都
佐
神
社
宝
篋

印
塔
は
、
ど
こ
を
取
っ
て
も

大
変
す
ば
ら
し
い
塔
で
す
。

何
十
回
と
足
を
運
ん
で
い
ま

す
が
、
全
く
見
飽
き
ま
せ
ん

し
、
い
つ
見
て
も
ほ
れ
ぼ
れ

し
ま
す
。
信
仰
の
教
義
を
示

す
造
形
美
、
作
り
手
の
創
造

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
そ
し
て
時

代
が
創
り
出
す
石
肌
が
相

ま
っ
て
何
と
も
言
え
ま
せ
ん
。

ぜ
ひ
石
材
人
と
し
て
、
一
度

は
（
一
度
と
言
わ
ず
二
度
、

三
度
）
足
を
運
ん
で
み
て
く

だ
さ
い
。

　

い
か
が
で
し
た
か
？
何
と

な
く
雰
囲
気
は
伝
わ
り
ま
し

た
で
し
ょ
う
か
？
こ
ん
な
感

じ
で
今
後
も
進
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
本
当
は
石

造
美
術
を
鑑
賞
す
る
に
あ

た
っ
て
私
な
り
の
ち
ょ
っ
と

し
た
マ
ナ
ー
や
モ
ラ
ル
も
お

話
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、

ま
た
、
次
回
に
し
ま
す
。

　

今
、
ち
ょ
う
ど
掲
載
す
る

写
真
を
選
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
美
し
い
塔
の
写
真
を

見
つ
め
な
が
ら
間
違
い
な
く

言
え
る
こ
と
は
、「
今
日
の

晩
酌
は
格
別
に
お
い
し
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
�

各
部
位
の
ポ
イ
ン
ト
を

わ
か
り
や
す
く
解
説　

比
都
佐
神
社
宝
篋
印
塔

な
ら
で
は
の
魅
力
と
は
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